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1
・メディアとしての「能力亅概念

沖津 由紀 （東京 大 学 大 学 院）

　現代 は 、　 「能力 」 と い う 概念 に 文 配 さ れ て い る 社 会 で

あ る と い え る 。こ の 概 念 は、政 策 決 定 や 諸 科 学 研 究 に お

い て 多 くの 関 心 を 引 き 付 け て い る の み な らず 、生 活 世 界

に お い て も 、　「で き る 子亅　「有能な 人 材 亅 等 の 常套 旬 と

し て 頻 繁 に 登 場 し、し ば し ば 論 争 の 焦 点 に も な っ て い る

。こ こ で は 、そ の よ う な 「能 力 亅 概念 を蔓延 さ せ て い る

現 代 社 会 の 特質 と 、そ こ に お い て こ の 概 念 が は た し て い

る メ カ ニ ズ ム に つ い て 、ひ と つ の 仮説 を提 示 す る こ と を

試 み る 。そ の 仮 説 と は 、　 「能 力 は 、高 度 に 分 化 し 複 雑 性

と 偶 発 性 の 高 ま っ た 現 代 社 会 に お い て 、諸個 人 の 帰 属決

定 に 関す る コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン を 媒介す る 働 き を す る 概

念 で あ る 」 と い うも の で あ る 。

1　 歴 史的
・
社 会的構成 物 と し て の 「能 力 亅 概 念

　従 来 の 「能 力 」 研究 の 主流 を 占 め て い る 心 理 学的 研 究

に お い て は ．　 r能力 亅 は 実体 と し て 存在 す る と い う こ と

が ま ず前．提 と さ れ 、そ の 上 で モ デル 構成 や、発達 論、測

定 技術 論な ど が展 開 さ れ て い る 。ま た、種 々 の 実態調査

は 統 計 的手 法 を 用 い て 個 人 間
・集団間 の 「能 力」 の 差異

の 画定 に 努 め て い る が．そ こ で も 「実質的 」 差 異 と し て．

の 「能 力 亅 が取 り 扱 わ 恥 て い る 。し か し．教 育社会学 に

お け る 近 年 の
二

運 の 研究 は 、　「能力 亅 と い う概 念 自体 の

自明 性 へ の 疑 い 、　 「能 力 亅 を実 体視す る こ と へ の 疑念 を

ま す ま す 色 濃 く 示 す よ う に な っ て い る の で あ る 。た と え

ば．ミ
．
ク ロ な 相互作 用

．
の レ ベ ル に お い て は 、ラ ベ リン ク

理 論や シ ン ボ リ ッ ク 相 互作用論 ．エ ス ノ メ ソ ド ロ ジ
ー

等

の 貢 献 に よ っ て ．相 互 作 用 に お け る 諸 主体 の 「状 況 の 定

義 」 が諸個人 に そ れ ぞれ の 「能力 」 を 見 い だし、賦与 し

て ゆ く過 程 が着 目され る よ うに な っ た。ま た、組織論 的

観点 か ら は．組織 内 の 人 的 移動 を 研究 す る ロ
ーゼ ン バ ウ

ム 、学級 の 組 織構造 が生 徒 の 能力同定 に 影響 を及 ぼす事

実 を 提示 し た ロ
ーゼ ン ホ ル ツ ら に よ っ て 、組 織 形態 と 各

人 に 賦 与 され る 「能 力 亅 と の 間 の 緊密 な関係 が明 ら か に

さ れ て い る 。最後 に、マ ク ロ
・レ ベ ル で は、諸社会 の 社

会構 造 （ex ．支配
・
市場

・
文 化な ど）が．そ の 社会 に 普

及 し て い る 「能 力 」 概念 の 内容 に い か に 影響 を及 ぼ して

い る か を 明 ら か に し よ う とする 諸研究が現わ れ て い る 。

　 こ こ に、我 々 は．社会構造 が 「能 力 亅 と い う概念 が実

際 に 使用 さ れ る r場 亅 に 影響 を 及ぼ し、そ の 「場 」 の 構

造 が相互作 用 に お け る ひ と つ の 「手 続 き亅 あ る い は 「実

践 」 と し て の 「能 加 概念使 用 に 影 響 を 及 ぼす．と い う

枠組 み を 用 い ず し て は 適切 に 「能 力 亅 現象 を と ら え る こ

と が で きな い 、とい う こ と を認識 しな けれ ばな らな い 。

我 を は、　 「能力 と い うも の があ る 」 と い う命題 か ら 「能

力 と い うも の が あ る、と い う こ と に な っ て い る 」 と い う

命題 八 と 進 み 、さ らに 、そ の よ うな事 態 を成 立 させ て い

る 根 拠 を グ ロ
ーバ ル な 視 野 で y．ら え る こ と を 試 み な け れ

ばな らな い 。

2 　 「能 力 亅 と 「技 能 」

　そ の ため に は ま ず 、 「能力 」 と い う概念 の 特殊性 を際

立 た せ る た め に 、そ れ を 「技 能 」 と い う 概 念 と 対 比 さ せ

て み る こ と が 有 益 で あ る 。　「技 能 亅 と は、具 体的 諸行為

を 表す概 念 で あ る 。そ れ は
一

定 の 教育訓練 の も と で 習得

可 能な諸技 術 で あ り、そ の 内 容 は 個 人 か ら 離 れ て も マ ニ

ュ ァ ル 化す る こ と が で き る 。そ れ は．実質 的 な 「使 用 価

値 ） を も っ 財 で あ り、個 人 に 所 有 さ れ ．売買 取 引 の 対 象

と な り得 る 。他方 ．　 「能力 亅 は 、儷 人 に 内 在 的 な 、固 定

的
・一般 的 ・抽 象的性質 を 表す 概念 と し て 用 い られ る 。

「能 力 亅 の 実 際 の 姿 を 目 に 見 え る 形 で 提 示 す る こ と は で

き な い に も 関 わ らず、そ れ は 優劣 と い う基 準 の も と に 諸

個 人 相 互 で 比 較 可 能 で あ る 。そ れ は、　 「技 能 」 の よ う に

個 人 の 所有物 で あ る の で は な く、別 の 個 人 が当 の 個人 に

対 し て 行 な う評価 的判断 ＝ 緬値付 与 で あ る 。

　種 々 の 労働 市場研 究 に よ れ ば、従来 の 欧 米 の 労働 市場

（職業 別 ・外部 労 働市場）で は 、　r技能 亅 と い う財が賃

金 競争 を 通 じ て 売買さ れ る と い う考え方 が支配的 で あ っ

た と い う。し か し、そ の 知 見 に は 近年 二 厠 面 か ら修正 が

施 さ れ て い る。す な わ ち 、欧米 に お い て も従来 から 日 本

的 な r内部 労 働市 場 亅 が存 在 し て い た と い う こ と 、ま た

．そ の 重要 性 がますます増 大 しつ つ あ る と い う こ と、が

指 摘 さ れ て い る の で あ る 。明 確 に 設定 さ れ た 職務 内容 に

応 じて 、固定的 な 「技能 」 を す で に 取得 し て い る 労 働 者

を 外部 か ら雇用す る と い う方式 から、一
定 の 潜在 能 力証

明 を 獲得 し た 労 働 者 を雇 用 して そ れ を 企 業特殊 的 に 訓練

し昇進 させ る と い う 方 式 の ほ ．う に 転 換 がな さ れ つ つ あ る

の で あ る 。こ こ に、少 な く と も個 人 の 職 業的地位 決定 に

お い て は 、　 「技 能 亅 ．よ り も ．各場 面 に 応 じ て 柔軟 な 適 用

可能性 をも つ 「能 力亅 とい う概念 の 比重 が高 ま り つ つ あ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 tt　　　　　　　　　　：　　　ノ
る と い う こ と が 見 て 取 れ る 。

’
す な わ ち 、労 働 「市場 」 の

「組 織 亅 化 に 伴 っ て 、　 「市場 亅 と い う場 で 「貨 幣 亅 と い

う媒体を 通 じ て 流通す る 商 品 と して の 「技 能 亅 に 代わ っ

て 、　 r能 力 」 と い う 評舳 的 概 念 が、　「企業 組織 」 と い う

場 で の 、人 事 に 関 す る 微妙 な決定 を左右す る も の と し て

重要 にな っ て き て い る の で あ る 。

　 人 間 の 所 属決定 ＝ 地 位配 分 に 関 し て は 、　 「貨 幣」　（賃

金） と い う 媒体 を 通 じ た 自 由 競 争的市場 よ りも 、　r能 力

」 と い う概念 を通 じた組織 内決 定 の ほ う が比 重 を 高 め て

い る と い う こ の よ うな 事実 か ら、我 々 は 、　 「貨 幣 亅 と 「

能 力 亅 と を 、コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 媒体 と し て は 同 等 の 代

替物 と み な し、そ の 共 通性 と 相 違 を考察 する と い う、ひ

と つ の 理 論 的飛躍 を試 み る こ と がで き る 。そ れ に よ っ て

、こ の よ うな諸媒体 を 不可避 的 に 生 み 出 し 普 及 さ せ て い

る 現 代 社会 を 逆 照 射す る こ と を 課題 と す る 。
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3　 媒体 と し て の r貨幣 亅 と r能 力 」

　 そ れ 故 ま ず 、媒 体 と して の 「貨 幣 亅 の 性 質 を考 察 して

み よ う 。
パ ー

ソ ン ズ は 、貨 幣 の 特 質 と し て 以下 の 諸点 に

言及 し て い る 。第
一

に、貨 幣は 「使用価値 1 をも たず、
「交換価値 」 を 表 示 す る も の で あ る と い う こ と。第 二 に．

、貨幣 は 特 定 化 され た コ ミ
．
ユ ニ ゲ ｝デ シ ョ ン 手段 で あ り、

「

そ の 限 りで 言語 の 特殊形態 と み なされ る こ と。第 三 に、．

貨 幣は そ の 使用者 に 対 し て 四 つ   自由 （何 でも 、だれ か

ら で も 、い っ で も ．どの よ う に し て で
1
も買 う こ と がで き

る）を 提供 す る も の で あ る と い ケ こ と 。第 四 に一・・貨幣 の

有効性 は
一

定 の 制 度 的信 頼 に 依拠 して い る こ と 。第 五 に

、貨幣 は機 能す る た め にな市場と訴う
’
隕定 的 な 「場 亅 を

必要 と す る こ と 。

　周知 の よ う に、パ ー
ソ ン ズ は 、祉会 の シ ス テ ム 分化 の

結果、分化 した諸サ ブ シ ズ デ ム 間 の 交流 ＝ 相 互交換 を 保

証す る シ ン ボ リ ッ ク ・メ ディ ァ の ひ と つ と し て 貨 幣 を 位

置付 け、以 上 の ような そ の 特質 を記述 した の で あ る。パ

ー
ソ ン ズ の 議 論 は メ デ孑ア r 般 の 働き を 理 解する うえ で

示 唆 に 富 む が、あ る
一

点 で 修 正 を必 要 と す る 。そ れは、

上 に あげ た申 の 第 二 の 点、す なわ ち コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン

と い う事象 に 関 し て で あ る 。媒体 に つ い て 論 じよ うとす

る な らば 、そ の よ う な媒体 に よ っ て 生 み 出 さ れ る コ ミ ュ

ニ ケ ーシ ョ ン に つ い て の 理 論的 前提 に さか の ぼ っ て 問 い

直す こ と が 必 要 で あ る．パ ーソ ン ズ の 理 論全体 の 特色 あ

る い は 限 界 と して し
’
ば し ば 指摘 さ れ る の は ．彼 に と っ て

社会 の 秩 Pt　，・すな わ ち ミ ク ロ な レ ペ ル で は 諸個 人 聞 の 意

志疎通 ≡コ ミュ ニ ケ ー
シ ョ ン が．社会化 を 通 じ て 諸個 人

に 共 有 さ れ た 緬 値 ・規範 ＝ コ
ー

ドに よ っ て 、か な り の 程

度常 に 既 に保証 さ れて い る、と さ れ て い る こ と で あ る 。
’

こ の よ うな パ ーソ ン ズ の 前提 は ．理 論 的 に も 経 験 的 に も

そ の まま承認 しがた い 。パ ーソ ン ズ の よ う に、 コ ミ ュ ニ

ケ ーシ ョ ン の 成功
．
が常 に 既 に 蓋 然的 で あ る

．
と み なす 考 え

方 に 代え て 、我 々 は 、ル ー
マ ン の ．， 「コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ

ン の 非蓋然性 」 と い う 主 張 を採 用す る 。

　ル
ー

マ ン に よ れ ば、人 間間 の コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン は 三

重 の 障 害 （人 間 の 意識 の 隔絶性／ 対象者 へ の 到達 の 非蓋

然 性 ／ 対 象 者 に よ る 受容 の 非 蓋 然性）に 阻 ま れ て お り、

自然 的 に そ の 成 功 が保証 さ れ て い る も の で は な い 。た と

え ば 言譜 は 、あ る 個 人 が行 な っ た意 味選択 を提示す る （

と い う外 見 を 生 み 出す） こ と は で き る と し て も 、そ の 選

択 は 常 に 帽手 に 否 定 さ れ た り 黙殺 され た り す る 危 険 に さ

らされ て い る。つ ま り人 閭 は 、他 者 の 存在 の 前 に 、常 に

自 己 の 行 な う意 味選択 の 偶発性 と い う 事 実 に 直 面 さ せ ら

れ る の で あ る。こ の よ うな前提 の も と に なお、コ ミ ュ ニ

ケ ーシ ョ ン 無 くして は社 会 が成 立 し 得な い た め に 、諸社

会 は コ ミュ ニ ケ
ーシ ョ ン の 成功 ＝ 他者 に よ る 受 容 をあ る．

程 度 蓋 然 性 の 高 い も の と す る こ と が で き る よ うな
一定の

メ カ ニ ズ ム を 発達 させ る
e

そ れ が、ル ー
マ ン の い う コ ミ

ュ ニ ケ
ー

シ 戸 ン
・メ デ ィ ァ で あ る 。そ れ は．コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン が 行 なわ れ る 場 の 複 雑 な 文 脈 を 価値 的／反価値

的 な 対立 的 二 項 図式 へ と 集約 し て 表 象 さ せ 、コ ミ ュ ニ ケ

ーシ ョ ン 当事者 双 方 に と っ て 反 価値 的な選択 肢 を 回避 さ

せ る よ う に 働 く特 殊な概念 で あ る 。

　 こ の よ うな メ デ ィ ア が 発達す る の は 、コ ミュ ニ ケ
ー

シ

ョ ン が特 に 成 り 立ち に くく、に も 関わ らず コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン が 火 急 の 要 請 と な る よ うな状況 の も と で で あ る 。

こ の よ う な 条件 に 符 合 す る の が 、・現代 社 会 に お け る 、諸

個 人 の 評価 と 彼 6．が就 くべ き襟々 の
一．特 に 、職 業 的 な 一

噛 位 決定 に 関す る コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン の 場 合 で あ る e 現

代 社 会 は 高 度 に 複 雑 化 し．変 化 も 加 速 化 し て い る 。そ こ

に お い て 諸個 人 の ア イデン テ ィ フ ァ イ の 偶 発性 は 非 常 に

高 ま っ て い る 。人 が 「何 に な る か 」 の 必 然 性 は ま す ま す

失 わ れ て い る に も か か わ ら ず、人 は r何 か に 」 な ら ね ば

な らな い 。し か も 、何 に な っ て も よ い わ け で は な く、あ

る 選 旅肢 は 威 信も収 入 も 高 い が 他 の 選択 肢 は そ うで 肆な

い と い う事実 も す べ て の 人 に 知 ら れ っ く し て い る e よ っ

て r何 に な る か 亅 の 選 択 と、・そ の 決 断 の 間主観 的受容 は

非 常 に ク リ テ ィ カ JVな 課 題 と な る 。こ の よ う蓼状 況 が 「

能 力 亅 と い う 媒体的概念 を 発達 させ、様 々 な決定 場面 で

．の 使 髄 促 して い る の で あ る ・ 巉 加 魚〜
・ う壁 に よ

言募譜嬲 黜 Σ警麓叢 巍 畫毳能
る
’
。　「デ キ ル ／デ キ ナ イ 」　「有能／ 無能 」 と い うご非常

に 抽象的 で は あ る が価値性／ 反価値性の 明 確な 二 項 図 式

を 想 起 さ せ る こ と に よ っ て 、　r能 力 亅 は 有無 を い わ さず

決 定 を 受容 さ せ る こ と がで き る 。’

　　「貨幣 」 と い う媒 体 が有効 で あ る の は 、，交換 の 事実 を

離得す る 必 要 が な い 物財 の や り と り ζい う コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 場合 で あ る。
1
「賀 幣 亅 は 、あ る 社 会 に お い て 「

物財 の 所 有 」 が ク リ テ ィ カ ル な テ
ー

マ と な る に 従 っ て 発

達 し た の で あ．る 。し か し、人 間 の 帰属決定 の 際 に は 、　「

能力 」 と い う別 の 媒体 が有 効 となゐ。そ れ は 貨 幣 と ば 異

な っ て 、市場 と い う多数聞 交換 の 場 で は な く組織 内部 と

い う 小 人 数 間 の 密 な コ ，ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 「場 」 に お い

て も っ と

’
も 発達す る 。

’
「能力 亅 と い う 媒体 は 人事 決定 を

入 職時 と い う最初 の
一

点 に 集約 させず、決定 の 延 期 と 、

種 々 の 「シ グナ ル 亅 を 利用 し た 柔 軟 な 裁量 と を 可 能 と す

る が故 に．複雑化 して い る 組織 の 運 営 に と っ で も 効率 的

で あ る。そ の た め ．そ の よ うな 媒体 が逆 に ．組 織 と い う

　 「場 亅 の 、人聞 の 地位 決定全 体 に お け る 比 重 を 高 め る 結

果 に も な る の で あ る 。社 会 状 況が、　 「場 亅 と 媒 体 の 双 方

に 影響 を あ た え．後 二 者 が互 い の 発達 を刺激 しあ う と い

　 ）関係 を こ こ に 見 い だす こ と がで き る 。

4 　 さ ら な る 課題

　 こ こ で の 議論 は、あ くま で 仮 説 の 域 を 出な い も の で あ

る 。そ れ 故、今後 の 課 題 と して は、まず、諸 社会 に お け

る 「能力 」 概念 の 普 及 の 度合 い の 違 い と、そ の 背 景 と な

る 文 化 や制 度的 基 盤 （た と え ば、普通教 育 と 職業 教育 の

比 重の 差な ど）の 違 い を比較歴 史社会学 的 に 明 ら か に す

る こ と が必 要 で あ る 。そ して さ ら に．　 「能力 亅 と い う概

念 が、実際 の 決定場面 で どの よ う に 使 用 さ れ て い る か を

、特 に エ ス ノ メ ソ ドロ ジ ー
的な手 法 に よ っ て 、実 証す る

こ と が 必 要 で あ る 。
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